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世
界
が
注
目
す
る
な
か
で、
台
湾
で
は
5

月
初
日、
台
湾
独
立
を
綱
領
に
掲
げ
る
民
主

進
歩
党
の
陳
水
扇
氏
と
昌
秀
蓮
女
史
が
中
華

民
国
第一
O
代
総
統、
副
総
統
に
就
任
し
た。

民
主
的
な
直
接
選
挙
に
よ
っ
て、
辛
亥
革
命

以
来
の
伝
統
を
も
っ
中
国
国
民
党
の
長
期
支

配
体
制
が
崩
れ、
野
党
政
権
が
初
め
て
誕
生

し
た
の
だ
が、
こ
の
よ
う
な
政
権
交
代
は、
中

華
世
界
で
は
有
史
以
来
初
の
出
来事
で
あ
る。

同
じ
中
華
世
界
で
も、
直
接
選
挙
は
お
ろ

か
対
立
政
党
の
結
成
や
政
治
的
自
由
を一
切

認
め
て
い
な
い
大
陸
中
国
と
の
大
き
な
落
差

が
目
立
つ。
し
か
も
台
湾
に
お
け
る
こ
の
よ

う
な
政
治
発
展
は、
陳
水
扇
新
政
権
下
で
も

多
く
の
台
湾
民
衆
に
「
民
主
の
父」
「
改
革

の
父」
と
慕
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
李
登
蹄・
前

総
統
に
よ
る
無
血

革命
と
し
て、
世
界
が
見

守
る
ガ
ラ
ス
張
り
の
舞
台
で
成
熟
し
て
き
た

の
で
あっ
た。
し
か
も、
こ
の
閥、
中
国
か

ら
の
絶
え
間
な
き

軍事
的
圧
力
と
孤
立
化
し

た
国
際
空
間
に
お
い
て、
そ
れ
を
見
事
に
実

現
し
た
の
で
あ
る。

そ
れ
だ
け
に、
こ
う
し
た
展
開
を
も
た
ら

し
た
李
登
輝
時
代
の一
二
年
間
を
い
ま
振
り

返
っ
て
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が、
李
登

輝
時
代
の
台
湾
が
残
し
た
最
大
の
遺
産
は、

民
主
化
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
深
ま
り
で

あ
る。
一
口
に
民
主
化
と
い
う
け
れ
ど、
台

湾
の
場
合、
そ
れ
は
単
に
政
治
制
度
の
改
編

な
ど
い
わ
ゆ
る
憲
政
改
革
の
み
に
と
ど
ま
れ

な
い
困
難
を
伴っ
て
い
た。
す
な
わ
ち、
蒋

介
石・
蒋
経
国
「
外
来
政
権」
の
党
u
国
体

制
と
白
色
テ
ロ
に

象徴
さ
れ
る
国
民
党
の
統

治
シ
ス
テ
ム
を、
そ
の
内
部
か
ら
え
ぐっ
て

切
り
崩
す
と
い
う
闘
い
を、
李
登
輝
総
統
は

当
初
か
ら
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あっ
た。

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
深
ま
り
に
関
し
て

は、
最
近
の
意
識
調
査
が
明
白
に
示
し
て
い

る
よ
う
に、
今
日
の
台
湾
人
の
大
部
分
は
自

分
た
ち
を
中
国
人
と
し
て
で
は
な
く、
台
湾

人
と
し
て
の
同一
性
に
お
い
て
認
識
し
て
い

る。
こ
の
点
を
李
登
輝
氏
は
著
書
『
台
湾
の

主
張』
の
中
文
版
で
「
台
湾
認
同」
と
表
現

し
て
い
た。
こ
の
よ
う
な
台
湾
人
意
識
の
深

層
こ
そ、
今
日
の
台
湾
民
衆
の
知
識
公
共
財

だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い。

李
登
輝
時
代
の
台
湾
が
経
済
的
に
も
社
会

的
に
も
大
き
く
発
展
し
た
こ
と
は、
い
ま
や

周
知
の
事
実
で
あ
る。
そ
の
こ
と
は一
連
の

ア
ジ
ア
経
済
危
機
や
昨
年
9
月
の
台
湾
大
地

震
に
も
か
か
わ
ら
ず、
2
0
0
0

年度
の
経

済
成
長
率
が
六
%
台
を
見
込
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
も
証
明
さ
れ
よ
う。
し
た
が
っ
て、
陳
水

扇
新
政
権
は、
こ
の
よ
う
に
大
き
く
発
展
し

た
台
湾
の
将
来
を
さ
ら
に
強
固
な
も
の
に
す

べ
き
課
題
を
背負っ
て
い
る。
台
湾
の
こ
れ
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点
の
比
重
を
大
幅
に
減
ら
し
て
地
方
税
を
増
や

鳴
し、
自
治
体
が
経
済
政
策
に
責
任
を
も
ち
う

執
る
構
造
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い。

論

ま
た、
社
会
保障
制
度
に
お
い
て
は、
後

世
代
に
過
重
な
負
担
を
先
送
り
し
た
ま
ま、

思
い
き
っ
た
改
革
が
で
き
ず
に
い
る。
給
付

削
減
に
踏
み
込
め
な
い
か
ら
と
い
っ
て、
社

会
保
険
料
を
税
に
振
り
替
え
て
当
面
の
辻
棲

合
わ
せ
を
行
う
よ
う
な
こ
と
で
は、
将
来
に

持
続
す
る
制
度
は
つ
く
れ
な
い。
保
険
の
部

分
と
税
で
ま
か
な
う
部
分
と
を
明
確
に
分

け、
給
付
と
負
担
の
関
係
を
抜
本
的
に
見
直

す
こ
と
が
必
要
だ。

政
治
的
な
既
得権
を
重
視
し
て
歳
出
の
改

革
は
行
わ
ず、
痛
税
感
が
膨
ら
ま
な
い
よ
う

に
取
り
や
す
い
と
こ
ろ
か
ら
税
を
取
り、
不

足
分
は
国
債
に
依
存
し
て
き
た
の
が
こ
れ
ま

で
の
予
算
だ
っ
た。
し
か
し、
こ
の
方
式
は

も
う
限
界
に
近
い。
歳
出
配
分へ
の
よ
り
広

範
な
納
得
が
な
け
れ
ば、
今
後
の
増
税へ
の

了
解
は
得
ら
れ
ま
い。
増
税
す
る
に
し
て
も、

消
費
税
は
イ
ン
ボ
イ
ス
方
式
に
し
て
益
税
関

， 

題
を
解
決
し
な
け
れ
ば、
税
率
上
昇
は
困
難

だ。
所
得
税
に
は、
多
す
ぎ
る
控
除
と
高
す

ぎ
る
課
税
最
低
限
と
い
う
問
題
が
あ
る。
外

形
標
準
課
税
を
行
う
に
は、
赤
字
法
人へ
の

課
税
と
い
う
難
関
が
あ
る。
い
ず
れ
に
し
て

も、
残
さ
れ
て
い
る
の
は
政
治
的
に
む
ず
か

し
い
課
題
ば
か
り
だ。

財
政
構
造
改
革
は、
二
兎
を
追
う
か
否
か

と
い
う
選
択
の
問
題
以
上
に、
そ
れ
自
体
が

き
わ
め
て
困
難
な
判
断
を
政
治
に
突
き
つ
け

て
い
る
の
で
あ
る。
こ
れ
は、
与
党
だ
け
の

問
題
で
は
な
い。
野
党
も
ま
た、
歳
出
と
負

担
の
全
体像
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
避
け

て
き
た。
負
担
の
あ
り方
は、
ま
さ
に
「
こ

の
図
の
か
た
ち」
を
問
う
こ
と
で
あ
り、
小

手
先
の
話
で
は
な
い。
政
党
間
の
違
い
を
明

確
に
し
て、
逃
げ
ず
に
議
論
が
な
さ
れ
る
こ

と
を
望
み
た
い。
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企
業
も
教
育
改
革
に
動
き
出
せ

イ
エ
ス
パ
l
・
コ
ー
ル
メ
リ
ル
リ
ン
チ
証
券
チ
l
フ
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト

選
挙
が
近
づ
い
て
い
る。

筆者
は
1
9
8

5
年
か
ら
日
本
に
住
み、
多
く
の
選
挙
を
み

て
き
た
が、
正
直、
非
常
に
面
白
い。
歌
舞
伎

の
よ
う
に
仕
草
あ
り、
ケ
レ
ン
あ
り、
見
ど
こ

ろ
十
分
だ。
派
閥
の
争
い
や
誹
務
中
傷
合
戦、

大
衆
を
喜
ば
せ
る
話
題
に
は
事
欠
か
な
い。

均
年、
R・
レ
ー
ガ
ン
は
大
統
領
選
挙
を

戦っ
て
い
た。
当
時
の
ア
メ
リ
カ
は
不
況
の

真っ
只
中。
悲
観
論
が
広
が
る
な
か
で
レ
ー

ガ
ン
に
勝
利
を
も
た
ら
し
た
の
は
「
四
年
前

に
比
べ
て
暮
ら
し
向
き
は
よ
く
な
り
ま
し
た

か。
夢
を
実
現
す
る
チ
ャ
ン
ス
は
増
え
ま
し

た
か」
と
い
う
選
挙
民
に
対
す
る
問
い
か
け

だ
っ
た。
こ
ん
な
に
単
純
明
快
な
問
い
か
け

を
す
る
日
本
の
政
治
家
は
見
当
た
ら
な
い。

彼
ら
は
財
政
赤
字、
年
金
改
革、
日
銀
の
役
割


